
さ
い
た
ま
市
に
あ
る
払
ヽ
＝

物
＝
に
、

凹
比
で
初
の
価
製
車

体
を
持

つ
客
車
の
グ
ル
ー
プ
の

一
例
と
し
て
、

オ
ハ
３
１
２
６

と
い
う
１
山
の
ｉ
”
が
正
示
さ

れ
て
い
る
．

１
１
２
７

一昭
和
２
一
年
ュ

の
こ
の
各
”
は
、
１
９
６
１
（町

和
３６
≡
＋
に
国
払
か
ら
青
宗
い

の
汁
荘
故
道
に
設
泄
さ
れ
て
１

９
８
３

一町
和
醜
）
年
ま
で
近

行
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、

旧

令
木
町
の
声
野
公
回
収
に
官
置

さ
れ
て
い
た
が
　
同
＝
物
館
岡

館
の
際
に
民
示
品
と
し
て
搬
入

さ
れ
、

現
在
に
至

っ
た
も
の
で

あ
る
。

今
回
は
こ
の
客
車
の
古
東
で

あ
リ
　
ス
ト
ー
ブ
列
車
が
た
る

ロ
ー
カ
ル
鉄
道
と
し
て
今
回
的

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
　
ヽ

た
、

■
に
鉄
道

の
Ｅ
史
を

ひ
も
と

い
て
み
た

い
っ

明
治
中
期
以
降
　
青
森

県
内
で
は
飲

道
開
設
の
気

声野公園駅停車中の風鈴列車とオハ31
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1039
と
が
高
ま
り
　
た

今
木
以
化
の
水
回
地
帝

は

一
部
で
地
盤
が
非
常
に

取
明
な
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、

当
初

の
計
画
は
そ
れ
を
極
力
遣

け
る
も

の
だ

っ
た
。

だ
が
、

変

山
た

の
ル
ー
ト
は
水
同
地
常
の

中
を
通
る
も
の
と
な
り
、

ま
さ

に
底
な
し
＝
の
よ
う
な
欣
明
地

雄
に
練
路
を
敦
く
こ
と
と
な

っ

た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
　
同

れ
は
予
定

の
工
事
費
を
使

い
栄

た
し
、

出
業
前
か
ら
大
き
な
負

債
ま
で
抱
え
る
こ
と
と
な

っ
た
．

こ
う
し
て
重
荷
を
甘
負
う
こ

津
荘
地
方
で
も
工

所
川
】
を
中
心
と

し
た
鉄
道
降
淑
を

開
設
し
、

地
域
の

産
業
開
発
と
振
興

■
高
四
ろ

，ヽ
メ
ャい

つヽ

動
き
が
あ

っ
た
，

こ
の
動
き
を
受

け
て
地
元
と
”
央

の
共
同
出
資
で
設

立
さ
れ
た
会
社
が

資
金

の
払

い
込
み

問
通
さ
せ
　
安
定
し
た
収
益
を

上
げ
て
い
た
．

だ
が
　
国
鉄
が

五
所
川
原
と
森
田
門
の
路
作
を

開
業
さ
せ
る
と
、

同
社
の
力
で

は
増
大
し
た
愉
と
■
要

へ
の
対

応
が
囚
雌
と
な
け
、

結
局
、

昭

和
２
年
、

陸
兜
鉄
お
は
昨
報
を

日
扶
に
３
３
４
万
円
余
で
売
却

し
て
好
散
す
る
こ
と
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

、
　

そ
の
結
共
、

障
兜
生
道
の
出

資
者
た
ち
の
手
元
に
は
多
福
の

●

に
円
す
る
出
Ｌ
で
作
散
を
介
伎
　
向貝
収
金
が
成
さ
れ
た
が
、

役
ら

な
く
さ
れ
た
後
、

改
め
て
地
元
　
は
そ
の
資
金
で
新
た
と
払
道
会

の
資
本
で
設
立
さ
れ
た
会
社
が
、

十‐…
の
設
立
を
目
論
ん
だ
。

そ
し

と
と
な

っ
た
津
い
飲
道
だ
が
、

１
９
３
０

（岬
和
５
）
年
に
は

喘
れ
て
開
業

の
日
を
迦
え
た
ｃ

し
か
し
、

所
悪
く
時
は
■
昇
■

慌
直
後
、

開
業
後
も
荘
■
は
な

か
な
か
安
定
し
な
か

っ
た
，

そ
の
後
、

■
型
策
が
り
を
木

し
て

一
時
は
小
使
状
態
を
得
た

も
の
の
、

日
払
の
貨
物
営
業
忙

止
や
　
来
年
数
の
大
幅
な
減
少

十
に
よ
り
、

現
在
で
も
同
社
の

や
■
は
，

っ
し
て
楽
な
も
の
と

は
言
え
な
い
．

だ
が
そ
の
中
で
も
、

新
型
気

動
■
を
導
入
し
て
輸
送
改
善
を

四
，
、

ス
ト
ー
，
列
車
や
瓜
鈴

列
“
、

鈴
虫
刺
車
な
ど
特
也
わ

る
列
“
を
延
行
し
て
白
ら
を
佃

北
資
源
と
し
て
売
り
込
む
な
ど
、

様
々
な
合
業
努
力
を
工
ね
な
が

ら
同
社
は
今
日
ま
で
鉄
路
を
守

り
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
，

扶
道
＝
物
館
を
訪
れ
た
際
に

は
、

幾
多
の
古
雌
を
来
り
赳
え

て
、

津
■
平
町
に
は
が
る

一
面

の
同
国
瓜
■
の
中
を
懸
命
に
走

り
続
け
て
い
る
岸
に
よ
道
の
奮

聞
を
、

ぜ
ひ
思
い
浮
か
べ
て
い

た
だ
き
た
い
。

古
森
阜
初
の
民
間
挑
造
会
社
に
　
て
誕
生
し
た
の
が
津
い
よ
道
な

し
て
、

現
在
の
■
に
扶
造
の
前
　
の
で
あ
る
。

身
と
な

っ
た
性
果
鉄
道
株
式
会
　
　
同
仕
は
五
市
川
原
か
ら
金
木

社
で
あ
る
“　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
中
早
を
結
ぶ
陥
線
の
岡
業
を

同
社
は
１
９
ｌ
Ｓ
（大
止
７
ヤ　
ま
す
日
常
し
た
。
こ
の
区
問
は

年
に
、

現
在
Ｊ
Ｒ
五
能
線
の

一　

ほ
ほ
干
”
ル
で
特
技
の
料
■
事

部
と
な

っ
て
い
る
奥
羽
線
川
部
　
は
予
想
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
が
、

か
ら
五
所
川
原
ま
で
の
指
線
を
　

一
部
で
用
地
回
収
が
址
航
し
た

‐
≡
　
ほ
か
　
中
■
択
の
位
置
で

津
軽
半
島
を
貫
く
鉄
路

一
ム靴
‐）を
と
ネル
ー
ト

～
津
軽
鉄
道
～

一
少
■
が
行
わ
れ
た
１‐！Ｆ来
、

石
　塚
　雄
　士
一　製静れ申ギを打くこと

一Ｌ
民
生
活
■
化
計Ｌ

叫
柵
さ
ん
ィ
ル
ー
ザ
一


